
Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

ロ シ ア 語ロ シ ア 文 学研究 33 （日本 ロ シ ア文学会，2001）

　HaroBopHMcH 　nocblTa ．（数量 の拡大）

（e ）　PyKH，　∬MUa ，　KoJeHH 　6bM 梶　H3PaHeHbl
，　Ho 　oH 　He

　qyBCTBOBa 」　60AH．（空問 の拡大）

（OBa6y 田 Ka　npoBapM 」 a　coyc 　Ha 　c” a60M 　orHe ．（時間 の

　拡大）

　強度の 動作様式 は 他の 動作様式 と交差す る もの と し

て 動 作様 式 の 分 類 に お い て 独特 な位置を占め て い る。

強度の 動作様式 と他の 動作様式 と の 相関，及び 個々 の

語形成型の 動作様式内で の ふ る まい 等は今後 の 課題 で

あ る 。

　　　　　　　　　　　　（か ね こ　 ゆ りこ ・東大院）

墓標 にみる古儀式派 ヴィグ共同体

宮　崎　衣　澄

　古儀式 派 の 無 司 祭 派 に 属 す る ヴ ィ グ共 同 体

（BblroBcKafi　nycTblHb ） は ， 数 あ る 古儀式派共同体 の

中で も独特 の 位置を占め て い る 。
1694年 ロ シ ア 北部

地方白海沿岸部の ヴ ィ グ川流域 に ，
シ ュ ニ ガーの 輔祭

ダ ニ
ール ・ ヴ ィ ク リン らの指導下 に設立 され，古儀式

派弾圧下 に お い て約 150年間 ， 無司 祭派最大拠点 の
一

つ と して ， 宗教文学， 経済面 で め ざ ま しい 発展を遂げ

た 。 しか し彼 らの 文 化的側面 に関 して は，近年優 れ た

研究が な さ れ て きて い る もの の ， 未 だ 明 らか に さ れ て

い な い 点が極め て多く， 彼らの 美術作品の 高 い 技術や

芸術性 を鑑 み る と，
こ の 分 野 に お け る研究の 遅 れ は大

変残念 な こ とで あ る 。 そ こ で本報告 で は ヴ ィ グ共同体

の 墓地 に 着目 し，そ こに残され た柱型墓標を， そ の柱

部 と イ コ ン の 両面か ら分析 す る こ とで ， ヴ ィ グ共同体

の 宗教意識や芸術 ， 文化 に お け る特性の
一
端を明 らか

に す る。そ の 際，ロ シ ア各美術館 ・古文書館で の調査

に よ っ て え られ た 約 380点 の 写 真 とイ コ ン を分 析 の 対

象 と した 。

　柱型墓標は，墓標の柱部 ， 柱の上部に設置 さ れ る木

彫 イ コ ン （時 と し て 銅製 ）， 屋 根 か ら成 る。現 存 す る

木彫イコ ン の 図像 は ほ ぼ共通 で ，
ゴ ル ゴ ダの丘 に八 端

の 十字架，槍 と杖 とキ リス ト磔刑を シ ン ボル 化した も

の で ある 。 木彫イ コ ン はニ
ーコ ン の 改 革以 前 か ら制 作

されて い た が ， 1722年 シ ノ ド よ り そ の制作 ・使用 に

つ い て 禁令が 発布され た後は ， 主に ヴ ィ グ共同体周辺

の 古儀式 派 の 間で の み制作 さ れ た。火事や 強制撤去 に

もか か わ らず ， 同共同体周辺 の 制作 と さ れ，現存す る

木彫 イ コ ン は数百点 に達 す る。また イ コ ン に は十字架

賛美 の祈祷文が 彫 り込 まれ る 場合 が 多 く，終末を強 く

意識 し て い た信徒が 木彫イ コ ン に 復活 へ の 期待 を託 し

た と 想像 さ れ る。一
方墓標 の 屋根や 柱部 に は，ロ シ ア

北部の 農家 に施 され る太陽等をシ ン ボ ル 化 した装飾 が

な され て お り，また 柱型墓標 の 起源 は祖先信仰 に あ る

とい う。つ ま り柱型墓標 の 屋根や 柱部 は ， 自然崇拝や

祖先信仰 とい っ た ス ラ ブ民間信仰 の 要素 を多分 に 残 し

て い る。

　こ こ で墓標 の 屋根 ・柱部 と木彫イ コ ン の 両者 を併せ

て検討 す る と ， 興味深 い 結果が 得 られる。すなわち，

木彫 イ コ ン に は終末を意識 し，復活 を期待す る ヴ ィ グ

共 同 体 の真摯 な キ リス ト教の 姿が 垣間見 られ る
一

方，

そ の イ コ ン を支 え守 る屋根 ・柱部 は，その形態 に お い

て 民間信仰 の 名残を多分 に 残 して い る の だ 。 む ろ ん 建

築物や 工 芸 品 に民 間信仰 の 名残 や 要素が 見 られ る か ら

とい っ て ， た だ ち に古 い 信仰を保持 して い る こ と に は

な らな い が ， 他 の正教会 の 墓地 で はみ られな くな っ た

民 間信 仰 の 要素が ，古儀式派 の 間で の み 長 く保存 さ れ

た こ とは非常に興 味深 い 事実 で あ る。つ ま り，同共同

体は古儀式派の 思想 ， 文学面 で高度 な発展を と げた と

同 時 に ， 無意識 の う ち に民 間信仰 の 伝統 の 継承者 と

な っ た の で あ る 。 そ して キ リス ト教 と民 間信仰 の 伝統

を融合させ なが ら， 高い 水準 を誇 る ヴィ グ共同体独自

の 芸 術 ス タ イ ル を形 成 した とい え るの で は な い だ ろ う

か 。

　　　　　　　　　　　（み やざ き　 い ずみ ・阪大院）
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